
清
代
准
南
塩
販
路
の
争
奪
に
つ
い
て

（
下
）

佐

白イ

出睾＝■

田

清代濫南塩顯路の争奪について（下）（佐伯）

　
　
目
　
　
次

｝
、
瀧
南
塩
双
峰
聞
題

　
e
　
川
塩
入
楚
と
潅
南
に
お
け
る
失
業
問
題

　
⇔
　
四
川
・
湖
広
絵
鵜
督
一
の
立
揚

　
⇔
　
両
江
総
瞬
省
の
立
揚

二
、
准
南
塩
収
｛
復
の
経
…
過

　
⇔
）
　
曾
國
藩
の
改
革
（
上
）

　
　
　
i
郷
塩
加
税
と
川
漁
草
葺
…
…

　
⇔
　
曾
…
園
…
藩
の
改
革
（
下
）

　
　
　
i
川
准
分
界
i

　
爾
胃
　
沈
｛
保
積
の
川
義
解
兼
錆
地
収
復
案
（
以
圭
鵬
号
）

　
㈲
　
二
選
懸
案
に
対
す
る
反
対
（
以
下
本
・
暑
）

三
、
二
三
塩
収
復
問
題
σ
画
然
解
消

　
e
　
川
二
二
限
問
題

　
⇔
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的
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産
と
准
塩
の
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産

四
、
潅
爾
塩
収
復
不
成
効
の
原
悶

　
　
　
四
　
沈
藻
槙
案
に
対
す
る
反
対

　
沈
藻
禎
の
主
張
は
准
商
の
意
見
を
代
乱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
同
時
に
戸
部
の
意
見
の
線
に
も
そ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前

述
の
戸
部
章
程
五
条
と
比
較
す
れ
ば
容
易
に
看
取
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
沈
藻
槙
の
主
張
に
対
し
て
、
湖
広
総
督
・
四
川
総
督
は
反

対
の
意
見
を
異
陳
し
た
。
湖
広
総
督
は
李
画
嚢
、
署
理
の
翁
同
爵
で

あ
り
、
四
川
総
督
は
丁
宝
槙
及
び
護
理
文
格
で
あ
っ
た
。
な
2
3
こ
の

外
に
御
史
呉
鴻
恩
・
業
靖
並
び
に
郭
従
矩
・
衰
保
恒
等
の
諸
官
僚
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

准
岸
の
収
復
は
時
期
に
非
ず
と
し
て
反
対
し
た
。
こ
の
反
対
は
沈
藻

槙
が
光
緒
五
年
十
一
月
卒
す
る
ま
で
、
両
江
総
督
と
し
て
在
任
中
、

絶
え
ず
続
け
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
次
の
総
督
劉
坤
一
の
代
ま
で
も

継
続
し
た
。
准
岸
（
瀧
奮
塩
販
売
地
）
御
薪
に
関
す
る
限
り
、
沈
糠
禎

は
・
全
く
四
面
楚
歌
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
ぞ
は
こ
れ
ら
の
反
対
意
見
の
主
眼
点
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
に
、
そ
の
お
か
れ
て
い
る
立
揚
に
よ
っ
て
そ
の
力
点
の
所
在
は
異

っ
て
い
る
。
例
え
ば
湖
広
総
督
と
し
て
は
郷
餉
を
い
か
に
し
て
保
証

す
べ
き
か
と
い
・
・
3
・
点
に
反
対
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
四
川
総

督
は
川
塩
の
引
地
を
い
か
に
し
て
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
点
を
中
心

に
し
て
准
岸
収
復
に
対
し
て
反
対
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
他

の
官
僚
の
反
対
意
見
も
夫
々
の
立
揚
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
ぞ
、
多

種
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
意
見
を
こ
こ
で
す
べ
て
述
べ
る
こ
と
は

煩
に
た
え
ず
、
ま
た
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
主

要
な
反
対
意
見
を
総
括
し
て
次
に
述
べ
て
見
よ
う
ρ
た
だ
塩
務
に
関

係
せ
る
労
働
者
の
失
業
問
題
は
准
年
収
復
に
関
す
る
最
も
重
要
な
問

題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
両
江
。
湖

広
。
四
川
各
総
督
の
主
張
を
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
先
ず
第
一
に
沈
藻
禎
の
准
岸
収
團
に
対
し
て
翁
襲
爵
・
李
溝
章
等

は
准
南
行
軍
地
界
内
に
お
け
る
准
引
の
滞
錆
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
楊

卒
し
て
然
る
後
に
川
轟
轟
・
兼
錆
地
荊
嚢
等
分
府
一
　
州
の
地
を
准
岸
に

返
還
す
る
策
を
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
武
墨
・
漢
陽
・
黄
州
・

徳
安
の
四
府
は
准
南
塩
最
大
の
行
田
地
で
あ
り
、
そ
の
額
8
1
は
四
十

三
万
余
引
に
も
上
り
、
而
も
川
塩
の
侵
灌
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
硯

今
、
実
際
の
夕
食
は
十
階
万
6
1
に
過
ぎ
ぬ
状
態
で
あ
る
。
こ
の
現
状

か
ら
推
せ
ば
、
た
と
い
約
十
五
万
引
を
行
鋪
し
て
い
る
川
准
塩
兼
鎧

地
を
准
南
に
返
還
し
て
も
精
な
四
五
万
引
し
か
錆
鼠
す
る
こ
と
が
嵩

来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
収
入
は
三
十
万
爾
前
後
で
あ
り
、
大
い
に
餉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

項
を
購
損
す
る
ぞ
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。

　
ま
た
李
潮
章
は
、
つ
ず
い
て
、
沈
糠
槙
は
准
爾
塩
の
改
良
を
計
り
、

潔
白
な
こ
と
霜
の
如
く
、
川
塩
と
相
対
抗
す
る
こ
と
が
画
来
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
良
質
の
准
塩
を
武
漢

三
徳
の
四
府
の
み
な
ら
ず
、
荊
嚢
等
五
府
二
州
に
運
搬
し
て
忙
種
と

競
争
し
て
地
歩
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
川
霧
は
灘
塩
に
比
べ
成
本

が
高
い
か
ら
、
准
塩
と
競
争
す
れ
ば
太
刀
打
ち
が
串
来
ず
、
荊
僕
等

の
州
府
ぞ
は
禁
止
し
な
く
て
も
自
ら
来
な
く
な
る
筈
で
あ
る
。
然
る

に
貴
国
藩
が
川
複
塩
の
分
界
を
施
行
し
て
以
来
、
准
塩
は
少
し
竜
荊

嚢
地
区
に
は
幽
翠
せ
ら
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
反
駁
を

　
　
　
　
⑳

加
え
て
い
る
。
御
史
父
靖
は
李
瀬
章
等
と
全
く
同
じ
意
見
ぞ
あ
っ
て
、

光
耀
六
年
（
｝
八
八
○
）
の
頃
に
は
ハ
武
漢
黄
徳
芝
繋
の
額
引
大
引

二
十
八
万
九
千
余
道
に
対
し
て
僅
か
十
三
万
道
し
か
錆
筈
し
て
居
ら

な
い
。
叉
江
西
ぞ
は
額
3
1
二
十
二
万
二
千
余
道
の
う
ち
十
七
万
道
を

行
錆
し
、
ナ
万
二
干
無
道
を
短
錯
し
て
い
る
状
況
ぞ
あ
る
か
ら
、
こ
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れ
ら
の
短
欠
せ
る
准
岸
の
塩
引
を
回
．
復
し
た
上
ぞ
、
川
准
知
行
鋪
地

界
の
収
回
を
計
る
べ
き
で
あ
る
。
准
岸
に
姦
…
数
の
塩
引
が
短
駅
せ
る

に
拘
ら
ず
、
に
わ
か
に
荊
嚢
五
塵
一
一
州
の
恢
復
を
計
ら
ん
と
し
て
も

川
砂
は
承
知
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
況
ん
や
、
荊
嚢
等
五
府
一
州
（
湖

南
濃
州
は
別
）
は
元
来
滞
錯
地
区
に
属
し
、
興
行
額
引
は
た
だ
八
万

道
に
す
ぎ
な
い
が
、
画
商
は
現
在
十
五
万
道
を
舗
筈
し
百
万
両
に
近

い
塩
董
を
納
め
て
い
る
。
爾
江
総
督
は
准
商
の
一
面
的
な
浮
心
に
惑

わ
さ
れ
て
川
沿
と
引
地
を
争
っ
て
い
る
が
、
鉦
餉
が
歓
回
す
る
こ
と

を
知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
楚
督
は
全
省
の
鋸
餉
を
准
南
極
疲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

商
入
に
委
す
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。

　
な
お
塩
引
の
問
題
に
つ
い
て
、
沈
糠
禎
が
新
引
を
増
加
せ
ず
旧
商

に
の
み
責
任
を
も
た
ぜ
て
引
受
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
関
し
で

は
、
戸
部
自
身
も
反
対
で
あ
っ
た
。
当
時
、
准
南
商
人
の
う
ち
に
は

引
地
収
回
の
計
画
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
蝋
引
の
あ
る
こ
と
を
見
越

し
て
毎
票
（
五
百
引
）
数
千
両
の
掲
銀
を
納
入
し
て
も
新
引
を
入
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
ょ
う
と
す
る
者
が
あ
っ
た
。
戸
部
と
し
て
は
財
政
的
に
も
困
窮
し

て
い
る
時
で
あ
る
か
ら
、
収
入
が
少
し
で
も
増
加
す
る
こ
と
に
は
賛

成
で
あ
っ
た
。
然
る
に
沈
藻
槙
は
最
初
は
新
商
に
新
引
を
増
加
し
て

や
る
と
収
入
が
増
加
す
る
か
ら
、
漸
引
の
増
加
を
計
ろ
う
と
す
る
気

持
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
後
に
は
こ
の
政
策
を
放
棄
し
て
旧
商
だ
け

に
循
環
題
画
さ
せ
る
方
針
に
変
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
方
針
の
変

化
に
対
し
て
戸
部
は
騒
騒
槙
の
．
上
奏
文
が
前
後
矛
盾
し
て
い
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
沈
船
槙
の
政
策
の
転
換
に
甚
く
竜
の
ら
し

い
。
ま
た
戸
部
は
新
商
を
招
督
せ
ず
、
特
定
の
旧
商
ば
か
り
に
塩
引

を
請
負
わ
せ
る
と
、
塩
利
を
旧
商
に
璽
断
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
亀
塩
引
の
増
額
を
望
む
こ
と
が
欝
来

な
い
か
ら
、
こ
の
際
、
多
数
の
商
人
に
塩
引
を
請
負
わ
せ
、
塩
豆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

増［

･
を
計
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
石
馬
9
℃
ム
累
く
一
月
部
の
出
思

　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
沈
糠
禎
に
し
て
み
れ
だ
、
塩
引
は
や
は
り
、
特
．
定
の

旧
商
に
請
負
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
理
由
も
あ
っ
た
。
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
曾
露
塵
が
准
南
瓜
政
を
如
上
－
し
、
漁
法
の
弊
害
を
改

め
る
た
め
に
、
票
法
に
綱
法
の
意
を
寓
し
、
特
定
の
商
人
に
塩
引
を

講
負
わ
せ
、
循
…
千
転
運
さ
せ
て
以
来
、
塩
3
一
受
領
権
が
世
襲
的
に
継

承
せ
ら
れ
、
特
定
の
肝
入
に
罰
定
化
し
た
。
あ
た
か
竜
道
光
時
代
、

陶
樹
の
票
法
改
革
以
前
の
綱
法
に
お
け
る
根
窩
の
如
く
、
新
し
い
商

人
が
塩
引
を
え
て
運
塩
を
行
わ
ん
と
す
れ
ば
、
莫
大
な
権
利
金
を
塩
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こ
こ
に
塩
引
ブ
皿
ー
カ
の
活
躍
す
る
隙
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
た
め
に

時
に
は
塩
引
一
票
（
五
百
引
）
が
一
万
両
か
ら
一
万
数
干
両
に
も
上

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
実
際
に
辮
運
の
資
本
を
も
た
ず
、
ま
．
た
辮
癒
す

る
意
志
も
な
く
新
3
一
を
入
手
し
、
こ
れ
を
転
売
し
て
利
益
を
漁
っ
た

の
で
あ
る
。
光
緒
三
年
に
は
信
成
和
と
い
う
者
が
戸
部
に
運
動
し
、

掲
銀
四
十
万
両
を
提
撮
し
て
楚
引
十
万
道
を
受
領
し
た
が
、
．
実
際
准

南
に
赴
い
て
塩
を
受
領
し
な
か
っ
た
た
め
に
沈
裸
槙
の
口
置
を
う
け

　
　
⑳

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
3
1
を
発
行
す
る
と
、
塩
引
ブ
ロ
ー
カ
ー
は

塩
運
司
・
塩
政
或
い
は
戸
部
等
関
係
官
庁
に
猛
運
動
を
し
て
塩
引
を

買
い
あ
さ
る
。
実
際
に
辮
運
を
行
う
商
人
が
塩
引
を
入
手
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
莫
大
な
資
金
を
要
す
る
の
で
辮
運
を
躊
躇
し
た
。
こ
う
い

う
所
に
闇
商
の
辮
運
が
進
捗
し
な
い
一
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
新
館
の
発
行
に
は
大
き
な
弊
害
が
伴
っ
た
。
陶
一
樹
や
陸

建
濾
…
が
票
法
を
行
い
、
験
資
の
法
を
笑
施
し
た
の
は
塩
引
ブ
ロ
ー
カ

ー
の
活
躍
を
封
ず
る
た
め
で
あ
っ
た
。
元
来
、
票
法
は
綱
法
の
癌
で

あ
っ
た
特
権
商
人
の
塩
引
と
5
1
地
と
の
独
占
権
を
剥
奪
し
て
こ
れ
を

一
般
商
人
に
開
放
し
た
の
で
あ
る
が
、
塩
引
の
入
手
が
自
由
に
な
る

と
、
塩
引
を
買
占
め
て
こ
れ
を
高
価
に
転
売
す
る
塩
3
ー
ブ
ロ
ー
カ
ー

が
出
現
し
た
。
こ
の
弊
害
を
除
虫
す
る
た
め
に
、
塩
引
を
…
買
い
求
め

る
商
人
が
実
際
に
塩
の
無
期
を
す
る
意
志
が
あ
る
か
否
か
を
験
す
る

方
法
と
し
て
辮
遺
に
要
す
る
資
金
を
実
際
に
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か

を
検
査
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
験
資
の
法
で
あ
る
。
准
北
で
こ

の
法
を
開
始
し
た
時
に
は
揚
州
の
銀
が
殆
ん
ど
暗
部
准
北
に
も
ち
運

ば
れ
、
揚
州
で
は
銀
が
な
く
な
り
准
南
塩
の
辮
運
に
支
障
を
来
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
頂
立
や
創
建
濾
…
が
こ
の
験
資
の
法
を
實
施

し
た
の
は
已
む
を
え
な
い
窮
余
の
策
と
し
て
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
曾
国
忌
も
最
初
は
こ
の
法
に
準
拠
し
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
軍

興
以
後
、
春
情
も
大
分
変
化
し
、
塩
引
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
ま
た
活
躍
を

始
め
た
。
彼
等
は
験
資
の
法
を
聞
き
塩
引
を
買
占
め
よ
う
と
し
て
、

重
息
を
も
惜
し
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
借
款
を
し
て
現
銀
を
集

め
た
た
め
に
、
上
海
か
ら
灘
ハ
ロ
あ
た
り
ま
ぞ
数
ヶ
月
…
の
聞
、
現
銀
が

歓
乏
し
、
経
済
界
が
逼
塞
し
、
て
殆
ん
ど
津
市
の
状
態
に
陥
り
、
そ
の

影
響
は
数
省
に
ま
で
及
ん
だ
。
ま
た
局
下
収
納
の
銀
や
、
官
庫
に
貯

嘱
し
て
い
た
銀
も
ひ
そ
か
に
そ
の
方
面
に
流
用
せ
ら
れ
、
甚
し
き
は

営
弁
や
洋
商
ま
ぞ
も
こ
れ
に
関
係
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
塩
3
1
が
塩
3
ー
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
習
ハ
占
め
ら
れ
、
そ
れ
が

高
価
で
転
売
せ
ら
れ
る
と
、
結
局
塩
の
成
本
が
増
大
し
、
塩
価
の
昂

貴
を
来
し
て
磨
製
を
崩
壊
に
導
く
。
曾
国
書
が
本
ず
鴻
章
と
は
か
り
、
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彼
環
転
運
の
法
を
実
施
し
て
翻
商
を
保
護
せ
ん
と
し
た
の
は
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

弊
害
を
防
止
せ
ん
と
す
る
た
め
ぞ
あ
っ
た
σ
両
江
総
督
の
任
に
つ
い

た
馬
新
貼
や
沈
車
回
或
い
は
劉
坤
一
が
新
引
の
増
加
に
対
し
て
極
め

て
消
極
的
で
あ
り
、
警
戒
を
台
心
ら
な
か
っ
た
の
は
上
述
の
よ
う
な
理

由
に
基
く
・
も
の
で
あ
っ
た
。

　
尤
も
紅
藻
禎
が
新
引
の
増
加
を
實
施
し
な
か
っ
た
の
は
旧
商
の
反

対
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
新
羅
を
…
堰
心
す
れ
ば
自

然
に
新
商
が
ふ
え
る
。
旧
商
は
新
商
に
利
益
を
侵
蝕
せ
ら
れ
、
時
に

は
利
権
を
奪
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
岡
商
は
塩
引
の
独
占
に
よ

っ
て
私
塩
を
販
売
し
た
り
、
不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
利
益
を
聾
算
し

て
い
る
が
、
新
商
が
出
現
す
る
と
こ
れ
ま
で
の
不
正
が
あ
ば
か
れ
る

危
険
が
な
い
で
も
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
旧
商
は
薪
商
の
出
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

現
に
は
極
力
反
対
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
旧
商
は
政
府
か
ら
塩

の
販
売
に
つ
い
て
特
権
を
与
え
ら
れ
た
代
償
と
し
て
多
額
の
塩
課
を

引
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
河
工
そ
の
他
に
要
す
る
数
百
万
両
に
も
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
指
銀
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
曾
国
璽
。
沈
裸
槙
等
藤
江

総
督
が
准
南
陶
石
を
持
に
保
護
優
落
し
た
の
は
こ
こ
に
そ
の
主
要
な

原
因
が
あ
っ
た
よ
う
ぞ
あ
る
。

　
次
に
沈
藻
槙
の
主
張
の
う
ち
、
最
も
強
い
反
対
を
う
け
た
の
は
百

六
十
万
両
の
川
郷
餉
の
問
題
で
あ
っ
た
。
邪
餉
は
こ
れ
ま
ぞ
盛
塩
の

収
入
に
よ
っ
て
賄
っ
て
い
た
の
で
、
最
も
大
き
な
利
害
関
係
の
あ
る

の
は
湖
広
総
督
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
翁
粒
選
。
李
潮
章
が
最
も
強

硬
に
反
対
し
た
の
み
な
ら
ず
、
四
川
総
督
文
格
・
丁
宝
槙
等
も
准
商

が
果
し
て
こ
れ
ま
で
通
り
百
六
十
万
両
の
餉
需
を
引
請
け
る
こ
と
が

画
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
疑
問
を
も
つ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

対
意
見
の
う
ち
条
理
が
通
り
最
竜
代
表
的
な
も
の
は
李
潮
童
・
で
あ
る
。

　
准
商
は
荊
嚢
等
概
述
二
州
を
准
南
に
収
回
禺
来
れ
ば
、
川
郷
餉
百

六
十
万
爾
を
3
一
請
け
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
に
わ
か
に
信
ず
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
第
一
、
准
塩
忌
引
の
製
本
銀
は
十
一
而
四
銭
三
分
、

魚
雷
銀
は
六
両
一
銭
四
分
、
合
計
十
七
爾
五
銭
七
分
で
あ
る
。
傅
［
価

銀
は
墨
引
十
八
両
で
あ
る
か
ら
、
利
息
は
僅
か
に
四
銭
三
分
類
あ
る
。

然
る
に
い
ま
懸
樋
は
毎
引
二
両
の
掲
銀
を
引
請
け
よ
う
と
申
し
撮
て

い
る
が
、
毎
引
一
両
五
銭
七
分
損
失
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
商
人
が

果
し
て
甘
ん
じ
て
損
失
を
引
請
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
は
戸
部
に

強
制
せ
ら
れ
て
引
請
け
る
が
、
後
に
な
っ
て
故
ら
に
遅
延
し
て
滞
納

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
郡
餉
百
万
両
と
川
餉
六
十
万
両
と
は
現
に
収

納
せ
る
実
数
で
あ
る
。
然
る
に
、
沈
六
夢
が
前
奏
の
九
十
万
両
と
雪

面
商
に
灘
派
せ
ん
と
す
る
所
の
七
十
万
両
と
は
虚
数
で
あ
っ
て
、
必
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ず
し
も
こ
れ
だ
け
の
額
銀
の
収
納
が
あ
る
と
は
保
証
嵩
来
な
い
。
湖

広
で
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
兵
学
∵
解
郊
・
鷹
飼
筆
多
額
の
支
繊

を
論
難
の
課
螢
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
・
も
し
潅
商
が
顎

餉
を
支
辮
出
来
な
い
揚
合
に
は
璽
大
鰐
題
で
あ
る
。

　
な
お
忍
言
槙
は
一
年
を
限
っ
て
規
塩
の
出
帰
を
禁
止
し
、
更
に
…
半

年
を
限
っ
て
運
搬
を
終
了
し
、
そ
れ
か
ら
叉
半
年
以
内
に
鋪
警
を
完

了
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
竃
馬
の
福
運
を
禁
止
す
れ
ば
課
税
を

徴
収
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
こ
の
聞
に
お
け
る
郷
省
支
駿
の

各
歎
は
ど
こ
か
ら
支
塒
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
隠
密
禎
は
こ
箇

年
の
限
期
が
す
ぎ
て
錆
穂
し
尽
さ
ぬ
川
塩
は
准
商
を
し
て
収
買
さ
せ

る
と
い
っ
て
い
る
が
、
准
商
は
百
六
十
万
両
の
餉
銀
を
引
請
け
さ
せ

て
い
る
上
に
、
更
に
数
十
万
両
の
資
金
を
禺
す
こ
と
が
難
事
る
で
あ

ろ
う
か
。
恐
ら
く
川
商
は
斑
塩
禁
止
の
噂
を
聞
け
ば
骨
内
に
多
量
の

塩
を
湖
広
に
運
搬
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
准
商
は
莫
大
な
川
塩
を
収

量
し
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
川
塩
は
こ
れ
ま
で
差
引
六
百
斤
で
計
る
と
、
毎
沈
銀
九
両
三

銭
一
　
分
の
税
董
を
徴
収
せ
ら
れ
て
い
た
。
露
華
に
比
べ
る
と
三
両
近

く
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
重
い
税
董
が
徴
収
せ
ら
れ
な
く

な
る
と
、
益
々
私
讐
と
し
て
准
岸
に
侵
入
し
、
准
商
は
業
平
の
引
地

を
さ
え
も
保
つ
こ
と
が
出
来
濃
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
引
地
が
減
少
す

れ
ば
訳
無
は
損
害
を
蒙
る
が
、
そ
の
結
果
は
勢
い
場
商
の
塩
が
売
れ

な
く
な
り
、
場
商
が
困
窮
す
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
い
ま
平
善
管
に

お
い
て
局
下
を
設
け
、
巡
船
を
設
置
す
る
費
用
を
場
立
に
引
請
け
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
揚
商
は
益
々
困
窮
す
る
ぞ
あ
ろ
う
。
、

　
ま
た
環
在
、
湖
広
ぞ
は
磯
船
巡
勇
を
設
け
て
私
塩
を
取
締
っ
て
い

る
が
、
地
域
が
広
い
の
で
倫
…
漏
す
る
」
も
の
も
な
お
多
い
。
兵
書
以
後
、

湖
広
に
は
妊
匪
や
詰
軍
が
解
散
し
て
失
業
し
た
游
勇
が
多
数
穿
て
、

私
讐
を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。
衣
食
の
道

が
あ
る
た
め
掻
益
し
な
い
が
、
愚
答
鰯
に
馬
下
を
設
け
、
あ
ま
り
厳

重
に
私
塩
を
取
締
る
と
必
ず
彼
等
は
事
端
を
激
成
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
沈
菰
槙
は
二
恩
が
粛
清
せ
・
り
れ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
粛
清

日
浅
く
、
実
母
は
荒
廃
し
、
旧
商
は
死
絶
逃
亡
し
、
聞
友
一
二
の
存

す
る
者
が
あ
っ
て
も
、
資
本
が
な
く
、
に
わ
か
に
整
理
し
が
た
い
状

況
に
あ
る
。
な
お
現
に
本
岸
の
積
引
は
七
万
置
引
に
上
り
、
専
ら
楚

岸
の
分
割
に
よ
っ
て
轍
通
し
て
い
る
。
況
ん
や
四
川
の
塩
井
は
成
豊

年
間
、
湖
広
に
塩
を
鋪
臆
す
る
た
め
、
商
入
を
招
堅
し
て
開
思
せ
し

め
た
も
の
で
あ
る
。
難
井
に
は
莫
大
な
資
本
と
長
い
臼
数
と
を
費
し

て
い
る
。
ま
た
数
十
万
に
上
る
労
働
者
が
製
塩
。
蓮
華
の
た
め
に
薪
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た
に
招
募
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
准
塩
を
湖
広
に
運
び
う
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
渡
ち
に
川
塩
を
禁
止
す
る
こ
と
は
到
底
不
可

能
で
あ
る
か
ら
、
川
漁
の
口
岸
が
充
分
回
復
す
る
ま
で
、
時
期
を
侯

つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
李
潮
章
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
。

　
李
禰
章
の
意
兇
が
湖
広
総
督
の
意
見
を
代
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、

四
川
総
督
の
意
見
を
代
表
す
る
者
は
丁
霊
槙
で
あ
っ
た
。
彼
の
意
見

竜
大
体
李
漸
章
と
同
じ
で
あ
る
が
、
根
本
的
な
立
揚
に
は
大
き
な
相

違
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
李
潮
章
の
反
対
意
見
の
起
る
と
こ
ろ
は

邪
餉
の
喪
失
に
対
す
る
懸
念
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
丁
宝
槙
の
、
そ
れ
は
、

川
塩
口
岸
の
未
回
復
が
主
な
原
因
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
川
塩
の
軍

需
が
次
第
に
恢
復
す
る
に
つ
れ
て
、
沈
藻
槙
の
致
策
に
歩
み
・
よ
り
、

妥
協
的
な
素
見
に
変
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
彼
の
主
張
の
変
化
を
知

る
た
め
に
、
先
ず
最
初
沈
藻
槙
の
主
張
に
聡
し
て
述
べ
た
反
対
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
准
繭
は
川
那
餉
百
六
十
万
両
を
引
譜
け
る
と
い
っ
穿
て
い
る
が
、
現

在
准
商
の
利
益
は
微
少
で
あ
っ
て
、
積
欠
が
尚
多
き
状
態
で
あ
る
か

ら
無
理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
在
贈
痕
両
省
の
口
岸
は
未
だ
に
圓
復
せ

ず
、
川
塩
の
積
滞
…
せ
る
引
は
五
十
四
万
八
干
余
引
に
達
し
、
未
完
外

銀
は
百
八
十
四
万
五
千
展
望
に
も
上
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旗
豊
腰
代
、

新
し
く
塩
井
を
開
遷
し
た
時
に
無
数
の
流
民
や
無
穎
の
徒
が
労
働
者

と
し
て
雇
傭
さ
れ
生
活
の
資
［
を
得
て
い
る
が
、
彼
等
は
煮
乾
と
共
に

規
塩
入
楚
を
禁
止
す
る
噂
を
聞
い
て
動
揺
の
色
が
あ
っ
た
。
い
ま
多

方
示
諭
し
た
の
ぞ
一
応
静
ま
っ
て
い
る
が
、
な
お
疑
念
は
釈
然
と
せ

ず
、
不
安
の
状
況
に
あ
る
。
も
し
に
わ
か
に
川
塩
を
禁
止
す
れ
ば
、

こ
．
れ
ら
百
数
十
万
、
無
業
の
民
は
生
計
を
失
う
こ
と
と
な
り
、
暴
動

が
起
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
従
来
、
四
川
で
は
多
く
素
論
を
生
産
し
て
、

花
塩
を
造
る
こ
と
は
僅
少
で
あ
っ
た
。
然
る
に
、
楚
岸
に
塩
を
販
増

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
各
署
で
は
殆
ん
ど
花
塩
を
製
澄
す
る
よ

う
に
な
り
巴
塩
を
製
造
す
る
も
の
は
一
二
割
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
に

わ
か
に
生
産
の
転
換
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず

欝
省
の
辺
岸
の
錆
路
を
開
拓
し
、
里
下
の
鎧
引
と
相
等
し
く
な
っ
た

上
で
、
徐
々
に
桜
雲
の
収
復
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
濫
商
は
演

岸
収
回
の
資
金
と
し
て
五
十
万
両
を
川
塩
の
た
め
提
供
せ
ん
と
い
っ

て
い
る
が
、
准
商
の
下
墨
か
ら
は
恐
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
よ

し
、
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
鄭
省
の
商
人
に
累
を
及
ぼ
す
の
は
理

に
お
い
て
適
当
で
な
い
と
い
っ
て
、
沈
糠
禎
の
早
急
に
瀧
津
を
収
復

せ
ん
と
す
る
主
張
に
対
し
て
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。

　
以
上
は
沈
“
恥
保
革
の
准
浮
収
復
に
対
す
る
反
対
怠
見
の
主
要
な
も
の
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で
あ
る
が
、
尚
こ
の
外
に
叢
保
恒
は
潅
商
の
た
め
に
鼻
聾
を
収
復
す

る
よ
り
も
、
川
商
は
准
商
に
三
倍
す
る
利
潤
を
得
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
更
に
川
燈
を
重
く
し
て
食
塩
の
成
本
を
准
塩
よ
り
増
大
せ
し

む
れ
ば
、
准
塩
は
自
ら
多
亡
し
、
金
聾
を
漸
復
す
る
こ
と
が
爵
来
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
増
徴
の
塩
萱
を
以
て
河
南
省
賑
済
「
の
款
に
あ
て
よ

　
　
　
　
　
　
⑳

う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
案
は
巳
に
曾
国
藩
の
第
一
次
准
南
塩
改
革

に
お
い
て
試
験
済
み
の
方
法
ぞ
あ
る
。
ま
た
翁
同
心
の
意
見
は
大
体

李
潮
章
と
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
異
る
と
こ
ろ
は
、
四
川
の
塩
井
を

に
わ
か
に
封
鎖
し
よ
う
と
す
れ
ば
支
障
が
起
る
か
ら
、
新
し
い
塩
井

の
開
璽
を
禁
じ
、
旧
井
は
枯
渇
し
て
廃
井
に
な
る
ま
で
ま
て
ば
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
自
然
に
解
決
す
る
と
、
気
の
長
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
勿
論
こ

れ
で
は
当
面
の
問
題
の
解
決
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
沈
藻
槙
が
准
岸
の
残
り
全
部
を
早
急
に
収
復
せ
ん

と
す
る
や
、
蕩
然
と
し
て
反
対
の
意
見
が
起
つ
た
。
李
潮
章
の
反
対

意
見
に
せ
よ
、
丁
南
湖
の
意
見
に
せ
よ
、
皆
相
当
沈
翻
訳
の
弱
点
を

衝
い
て
い
る
。
李
潮
章
は
川
塩
禁
止
の
噂
が
伝
わ
．
れ
ば
妊
商
は
益
女

川
塩
を
湖
広
に
運
ぶ
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
が
、
こ
の
予
言
は
的
申

し
た
。
富
順
廠
の
妊
商
は
謡
善
両
を
散
布
し
、
六
ヶ
月
を
以
て
川
塩
は

禁
止
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
商
人
を
惑
わ
し
、
争
っ
て
塩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

買
っ
て
嗣
積
せ
し
め
た
。
こ
れ
が
た
め
に
、
光
緒
六
年
の
頃
に
は
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

四
年
の
錆
食
に
足
る
川
塩
が
湖
広
に
運
搬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
塩

は
い
く
ら
生
活
必
需
口
恥
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
　
一
定
量
以
外
は
不

必
要
ぞ
あ
る
か
ら
、
　
一
挙
に
売
り
尽
す
こ
と
は
欝
来
な
い
。
況
ん
や
、

こ
の
莫
大
な
額
の
塩
を
准
商
が
収
奪
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た

ろ
う
。
こ
れ
が
准
岸
を
収
復
す
る
こ
と
の
富
来
な
か
っ
た
一
つ
の
大

き
な
原
因
ぞ
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
李
朝
章
が
准
塩
の
成
本
・
讐
価
・
利
潤
の
数
字
上
の
関
係
か

ら
准
商
が
罫
引
二
両
の
掲
銀
を
出
す
能
力
が
な
い
と
き
め
つ
け
た
点

は
、
表
面
上
は
確
か
に
沈
藤
槙
の
敗
北
で
あ
る
。
し
か
し
吾
た
は
こ

こ
ぞ
も
う
一
度
塩
商
の
性
格
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
塩
商
の
経

営
を
公
の
記
録
に
現
わ
れ
た
数
字
ぞ
計
算
す
る
と
、
赤
字
が
禺
る
の

は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
記
録
だ
け
を
信
用
す
る
な
ら
ば
、
若
餅
に

は
な
り
て
が
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
清
朝
に
お
い
て
は
塩
商

は
最
大
の
財
閥
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
然

ら
ば
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
真
塩
に
あ
っ
た
。
私
塩

は
近
世
で
は
い
つ
の
時
代
で
も
大
体
官
売
塩
と
同
額
の
量
が
販
売
せ

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
塩
を
販
売
す
る
も
の
に
は
專
門
の
塩
巣
が

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
塩
商
の
挾
帯
す
る
私
心
は
塩
彙
の
そ
れ
に
勝
る
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と
も
劣
ら
ぬ
竜
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
塩
商
は
こ
の
私
蓄
の
販
売
に

よ
っ
て
決
算
上
の
赤
字
を
補
嘉
し
た
の
み
な
ら
ず
、
莫
大
な
利
潤
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
曾
急
冷
や
沈
槙
藻
の
准
岸
収
復
の
運
動
に

は
潅
商
の
か
か
る
裏
面
の
収
入
が
計
弊
に
は
い
っ
て
い
た
も
の
と
想

像
せ
ら
れ
る
。
理
論
の
上
か
ら
は
両
江
総
督
の
意
見
は
常
に
押
さ
れ

勝
ち
で
あ
り
な
が
ら
も
、
と
も
か
く
も
、
星
野
収
量
を
こ
こ
ま
で
推

し
進
め
る
こ
と
が
萬
来
た
の
は
、
両
江
総
督
の
政
治
的
手
腕
に
よ
る

こ
と
な
が
ら
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
が
暗
黙
の
う
ち
に
戸
部
や
両
江

総
督
に
力
強
い
主
張
の
根
拠
を
与
え
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

　
〔
補
註
〕

　
⑳
　
東
華
続
録
光
頭
巻
九
、
光
緒
二
年
閏
五
月
丙
寅
「
御
典
籍
錦
川
奏
扁

　
同
書
巻
一
四
光
緒
三
年
正
月
壬
午
、
　
「
郭
従
矩
奏
」

　
岡
書
巻
鳳
○
光
緒
四
年
二
月
丁
未
「
鞍
橋
議
奏
」

　
同
書
巻
三
八
光
緒
六
年
＋
二
月
丁
未
「
父
靖
奏
」

⑳
四
並
塩
法
志
巻
一
二
光
緒
二
年
「
翁
嗣
爵
奏
略
」

　
合
肥
李
勤
恪
公
政
書
巻
七
「
楚
岸
灘
塩
引
地
未
可
燦
豊
川
錯
摺
」

⑳
　
問
薦

＠＠＠＠＠
東
華
続
録
光
緒
巻
三
八
「
墜
緒
六
年
十
二
月
丁
未
「
丈
蜷
奏
」

同
月
⑱

四
川
塩
法
面
巻
一
二
済
楚
下
光
緒
三
年
「
戸
部
議
略
」

同
謎
⑳

窟爪

ﾘ
続
録
濫
ル
緒
巻
一
二
八
誕
ル
緒
六
年
十
一
一
月
了
串
小
「
曳
二
品
扁

　
　
塩
務
自
道
光
中
葉
以
後
。
積
弊
巳
深
。
前
両
江
即
身
陶
再
論
。
三
根
窩

　
　
以
来
。
南
商
就
理
奏
改
票
販
莇
後
。
北
引
溢
錆
。
曾
隔
藩
驚
定
新
章
。

　
　
寓
綱
法
華
票
法
之
中
。
猶
不
霊
陶
樹
遺
意
。
近
来
票
販
把
持
利
藪
。
働

　
　
与
根
三
無
巽
。

　
圃
ド
堂
槻
巻
一
二
四
【
皿
ル
鰻
箱
六
年
四
［
月
庚
申
「
鼠
な
兀
緬
吊
奏
」

　
　
歴
任
敷
津
。
二
二
守
曾
国
魂
奏
定
新
章
。
行
之
近
二
十
年
。
獲
三
唱
膚

　
　
把
握
。
有
票
菅
菰
循
環
為
恒
業
。
無
票
者
欲
軽
篭
而
無
謀
。
二
途
於
難

　
　
獲
之
事
想
望
。
毎
覚
甚
碧
。
螺
転
喧
伝
。
票
田
遂
無
所
底
止
。
致
有
准

　
　
票
一
張
価
値
万
絵
巻
之
説
。

　
同
書
巻
四
九
光
緒
八
年
七
月
戊
申
「
左
三
業
奏
」

　
　
閃
［
三
二
毎
票
～
張
。
可
索
貸
与
「
品
数
千
両
者
。
今
不
過
二
村
両
。
即

　
　
可
領
獲
～
票
旧
票
。
且
無
入
過
問
。

⑳
　
劉
忠
誠
公
遺
集
奏
疏
巻
一
八
「
査
覆
離
凝
血
訪
嵯
務
摺
」
　
「
光
緒
七
年

　
五
耳
二
十
九
日
）

⑳
賀
熱
齢
「
請
変
通
両
様
塩
務
疏
」
（
道
光
二
＋
年
）
（
盛
康
皇
朝
経
世

　
丈
続
編
巻
五
一
）

⑳
　
　
東
華
続
録
光
緒
巻
一
二
四
【
光
緒
山
ハ
な
＋
四
月
山
門
由
」
「
藍
な
転
換
奏
偏

⑫
　
　
同
書
轟
巷
一
瓢
八
光
緒
論
ハ
年
⊥
ー
ム
署
月
賦
出
小
「
父
靖
奏
」

⑳
　
同
謎
⑳

⑧
　
合
肥
李
勤
烙
公
言
書
巻
七
「
楚
岸
准
塩
引
地
未
可
融
禁
川
留
掘
」

　
同
書
巻
八
「
覆
鞍
江
督
奏
請
収
復
引
地
燭
凱
（
光
緒
三
年
十
月
二
十
八
日
）

⑳
　
丁
文
誠
公
奏
郵
書
一
三
「
簿
欝
欝
岸
塩
務
官
運
商
銅
掴
」
　
（
光
緒
三
年

　
七
月
二
十
二
碧
）

　
岡
書
巻
一
四
「
立
干
沈
思
禎
包
醸
立
墨
摺
」
　
（
光
輪
三
年
十
｝
月
二
十
九
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口
）岡

書
巻
二
〇
「
製
塩
済
楚
未
能
三
菱
伽
減
引
辮
理
論
」
（
光
紺
六
年
七
月

　
＋
七
口
）

⑳
東
燕
続
三
光
緒
巻
二
〇
光
緒
四
年
二
月
丁
未
「
嚢
保
恒
奏
」

⑳
瞬
川
塩
法
志
士
㎝
二
済
楚
下
光
緒
二
年
「
翁
固
爵
奏
略
」

⑳
　
丁
丁
誠
公
奏
牛
巻
二
〇
「
川
辺
済
楚
未
給
養
血
膿
減
絶
壁
理
片
」
　
（
光

　
表
山
剛
結
七
肩
〃
十
七
日
）

⑳
東
華
続
録
光
緒
巻
三
八
光
緒
六
年
＋
二
月
丁
未
「
父
蜻
奏
」

⑩
　
塩
商
の
私
撫
の
問
題
に
つ
い
て
は
近
く
臨
調
稿
コ
濡
代
塩
政
一
の
研
究
」
を

　
溌
表
す
る
積
り
で
あ
る
。

三
、
濫
南
塩
収
復
問
題
の
自
然
解
消

　
　
　
　
e
　
川
塩
制
限
問
題

　
沈
糠
禎
が
あ
れ
だ
け
潅
岸
の
収
復
を
要
求
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
上

述
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
順
子
回
復
は
当
分
不
可
能
な
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
江
総
督
と
し
て
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
な
旧
情
か
ら
、
准
塩
の
販
売
を
無
視
し
て
放
置
す
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
の
ぞ
、
光
緒
五
年
（
一
八
七
九
）
沈
裸
槙
は
四
川
総
督
丁
宝

槙
に
文
書
を
送
り
、
楚
岸
に
販
感
ず
る
川
塩
を
制
限
す
る
よ
う
提
議

し
輸
。
そ
こ
ぞ
翌
年
、
丁
宝
冠
は
上
奏
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

光
緒
三
年
、
贈
岸
に
官
初
商
錆
を
施
行
し
て
以
来
、
漸
く
成
敏
を
収

め
、
額
引
を
金
錆
し
た
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
ぞ
の
積
引
を
も
帯
鎗

し
、
多
額
の
税
董
を
徴
収
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四

年
に
は
つ
ず
い
て
三
三
を
も
回
復
し
官
運
を
行
っ
た
が
、
い
ず
れ
も

額
引
を
鎧
穫
し
て
い
る
。
そ
こ
。
て
、
四
州
の
塩
井
を
封
鎖
し
な
く
て

も
充
分
販
路
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
ま
営
為
・
楽
山
各
廠

の
竃
戸
や
父
老
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
川
塩
は
官
運
以
来
、
販

路
を
獲
得
し
た
の
ぞ
、
民
食
は
便
利
と
な
り
、
塩
価
も
安
定
し
、
私

桑
は
　
を
た
ち
、
商
民
共
に
悦
服
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た

課
董
の
収
入
も
多
く
、
楚
岸
収
復
の
後
は
、
沈
藻
禎
は
川
餉
六
十
万

両
を
准
南
か
ら
協
貼
す
る
と
い
っ
て
い
た
が
、
そ
の
必
要
は
な
く
、

新
収
の
課
董
を
企
部
湖
広
に
与
う
れ
ば
、
那
鮪
敏
乏
の
憂
い
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
楚
岸
の
返
還
を
施
行
し
て
も
、

四
川
と
し
て
は
別
に
支
障
は
起
ら
な
い
。
た
だ
衝
万
両
に
上
る
三
三

を
果
し
て
准
商
が
支
給
す
る
こ
と
が
嵩
来
る
か
ど
う
か
が
開
題
で
あ

る
。
も
し
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
二
三
の
収
復
を
三
州
分
延
期
し
、
川
塩

を
制
限
し
、
毎
月
七
八
百
引
を
楚
岸
に
販
翻
し
、
変
通
の
計
を
は
か

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
川
の
官
塩
の
入
楚
額
を
制
限
す
れ
ば
、

戸
部
の
い
う
通
り
、
私
塩
の
入
楚
額
は
益
々
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
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現
に
訂
正
禁
止
の
報
が
伝
わ
っ
て
以
来
、
射
利
の
徒
が
謡
言
を
拡
め
、

商
人
を
し
て
川
塩
を
買
占
め
て
圃
積
を
行
わ
し
め
た
結
果
、
贈
演
辺

岸
の
官
運
に
も
支
障
を
来
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
多
量
の
素
立
が
三

百
に
累
積
さ
れ
、
楚
岸
復
准
の
整
理
を
困
難
に
し
て
い
る
か
ら
＼
先

ず
楚
岸
復
准
の
方
針
を
確
定
し
、
醐
積
塩
が
少
く
な
っ
た
頃
を
見
究

め
た
上
で
、
復
准
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
四
宝
槙
の

　
　
　
　
②

意
見
で
あ
る
。

　
戸
部
は
丁
宝
物
の
議
に
従
い
、
早
速
両
江
。
湖
広
総
督
に
通
牒
を

発
し
、
復
准
定
案
を
作
成
し
て
上
申
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
の
時
、

沈
藻
槙
は
す
で
に
昨
五
年
十
一
日
〃
に
製
し
、
両
江
総
督
に
は
劉
坤
一

が
就
任
し
て
い
た
。
一
方
戸
部
で
は
、
丁
宝
禎
の
議
の
如
く
、
川
塩

七
八
百
3
1
を
川
鉗
の
藩
府
一
州
に
蓮
赴
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
准

南
の
浄
塩
を
こ
れ
ら
の
地
方
に
遮
び
止
立
す
る
よ
う
劉
坤
一
に
命
じ

た
。
と
こ
ろ
が
、
劉
坤
一
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
戸
部
に
返
答
し
な

　
　
③

か
っ
た
。
や
っ
と
翌
七
年
に
な
っ
て
、
奏
状
を
上
っ
て
戸
部
の
案
に

　
　
　
　
　
　
　
　
④

反
対
ふ
9
る
凶
日
を
述
べ
た
。

　
罵
塩
の
水
引
一
道
に
は
花
塩
五
十
包
を
与
え
る
。
万
言
の
重
さ
は

二
百
二
十
六
斤
ノ
」
あ
一
⑳
が
・
り
、
　
毎
堺
田
の
瓢
黒
さ
は
一
万
一
千
三
百
斤
に
’

み
な
る
。
然
る
に
．
准
塩
．
一
引
は
六
百
八
十
・
八
’
κ
ノ
し
あ
7
る
か
ら
ノ
、
　
人
智
一

引
は
真
塩
の
十
六
引
四
分
余
に
あ
た
る
。
月
錆
川
井
七
八
百
引
は
准

塩
の
一
万
一
千
四
百
九
十
墨
引
に
根
鳴
す
る
。
　
一
年
に
す
る
と
十
三

万
八
干
余
薫
に
も
な
る
。
こ
の
数
を
聞
い
て
潅
商
は
自
ら
進
ん
で
塩

を
運
ぼ
う
と
し
な
い
で
い
る
。
露
命
五
膳
一
州
で
は
毎
年
十
五
万
引

ほ
ど
錆
適
し
て
い
た
が
、
光
緒
六
年
分
の
錆
数
は
、
僅
か
十
三
万
三

千
余
年
に
す
ぎ
な
い
。
川
塩
を
制
限
し
た
と
は
い
う
も
の
の
笑
質
上

何
等
の
益
も
な
い
。
な
お
こ
の
外
に
私
塩
の
侵
入
が
あ
る
。
こ
れ
で

は
…
権
商
が
い
く
ら
経
営
に
尽
力
し
た
と
こ
ろ
で
、
販
路
を
恢
復
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
准
商
が
積
極
的
に
塩
を
運
ば
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
と
い
っ
て
、
反
駁
し
た
。
そ
こ
で
戸
部
で
は
再
び
凶
規
総

督
と
は
か
り
、
六
百
引
に
ま
で
減
じ
た
。
然
る
に
心
裏
五
府
一
州
の

地
区
は
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
川
前
を
買
食
す
る
こ
と
年
久
し
く
、

民
衆
は
油
断
を
歓
迎
し
た
た
め
に
、
政
府
の
人
為
的
な
政
策
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
准
塩
を
こ
こ
に
販
運
せ
し
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
楚
岸
復
准
の
問
題
も
、
こ
こ
ま
ぞ
発
展
す
る
と
、
現
象
的
に
は
問

題
は
両
江
総
督
と
四
川
総
督
と
の
開
に
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
う
け

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
抵
に
お
い
て
は
や
は
b
・
、
前
帯
総
督
が
郷
餉

の
問
題
か
ら
属
土
に
左
暑
し
、
潅
塩
の
楚
岸
進
入
を
拒
否
し
た
と
い

う
こ
と
が
、
問
題
の
重
点
ぞ
あ
っ
た
よ
う
ぞ
あ
る
。
光
緒
八
年
に
は
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尊
像
総
督
左
宗
巣
が
湖
広
総
督
に
女
［
童
団
を
送
り
、
商
確
し
た
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
⑥

も
遂
に
解
決
せ
ず
、
楚
岸
細
細
の
問
題
は
清
朝
の
滅
亡
に
至
っ
て
も

な
お
解
決
を
見
な
か
っ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
　
　
　
口
　
川
塩
の
驚
異
的
増
産
と
泡
塩
の
滅
産

　
楚
岸
復
准
の
問
題
は
清
末
に
な
る
と
自
然
に
解
鋪
し
た
。
そ
れ
は

川
塩
の
驚
異
的
な
増
産
に
対
し
て
、
一
塩
は
次
第
に
生
産
が
滅
退
し

て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
准
壌
は
統
計
の
存
す
る
限
り
で
は
、
本
代
か

ら
清
朝
の
道
光
の
頃
ま
で
、
塩
課
は
い
う
に
及
ば
ず
、
生
産
額
に
於

て
も
そ
の
玉
座
を
占
め
て
い
た
。
恐
ら
く
漢
代
の
頃
か
ら
准
南
塩
揚

は
中
国
最
大
の
塩
揚
と
し
て
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
重
要
な
役
割

を
果
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漕
の
科
斗
時
代
、
太
平
天

国
の
叛
乱
を
契
機
と
し
て
販
路
を
失
い
、
七
七
が
揉
躍
せ
ら
れ
る
と

共
に
そ
の
生
産
額
が
急
に
激
減
し
た
。
代
々
の
三
江
総
督
は
生
産
の

増
強
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
っ
た
け
れ
ど
も
、
四
十
余
万
引
位
し
か

生
産
琵
萎
か
つ
や
荒
は
・
太
平
天
国
の
叛
乱
の
裂
蓬

に
恢
復
禺
来
な
か
っ
た
点
も
あ
る
が
、
一
方
で
は
海
岸
線
が
流
沙
の

た
め
に
東
遷
し
、
従
来
の
塩
干
で
は
塩
の
生
産
が
殆
ん
ど
爵
来
な
く

な
っ
た
か
ら
ぞ
あ
る
。
海
岸
線
の
東
遷
に
よ
り
、
従
来
の
塩
揚
に
は

潮
水
が
来
な
く
な
っ
た
の
で
濃
い
歯
水
を
造
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ

た
。
そ
こ
ぞ
燃
料
に
用
い
る
筆
の
生
え
た
草
蕩
が
次
第
に
開
墾
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

田
畑
に
変
化
す
る
。
こ
れ
が
た
め
に
燃
料
が
不
足
し
て
来
た
。
こ
う

病末野國初丁場産額
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清代田溝塩販路の争奪について（下）　（佐伯）

い
っ
た
事
情
か
ら
差
置
…
塩
の
生
産
額
が
減
少
し
て
、
遂
に
は
准
南
行

塩
地
に
陸
運
す
る
塩
に
さ
え
不
足
を
来
し
、
准
北
塩
揚
か
ら
借
曝
し

　
　
⑨

て
い
る
。
涛
朝
末
年
に
は
余
程
准
南
塩
が
不
足
し
た
と
見
え
て
、
大

抵
毎
年
鄭
塩
を
借
帰
し
て
い
る
。
磁
北
塩
の
み
な
ら
ず
、
光
緒
三
十

四
年
に
は
鴨
遅
く
も
山
東
・
河
北
か
・
り
A
口
計
二
十
山
高
万
㎞
引
に
も
及
い
ふ
塩

を
借
運
し
、
宣
統
元
年
及
び
三
年
に
は
夫
々
山
東
塩
・
薦
塩
合
計
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

十
万
引
を
聖
運
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
准
粛
…
塩
の
生
産
の
激
減
に

対
し
て
川
塩
の
生
産
は
驚
異
的
な
発
展
を
遂
げ
、
清
朝
末
年
に
は
韓

土
を
圧
倒
し
て
そ
の
生
産
額
は
甘
塩
揚
中
で
首
位
を
占
め
る
に
至
つ

　
　
　
毛
木
民
学
理
農
坊
画
鋲
衣

3yo

δoo

可ぎ0

叫ll
700

6ぎ。

1し。o

熱建

！550

∫‘o

｛伽

ﾗoop
3
5
0

感・
fゴP

p
諜
＼

、＼

300 ／

250
酌虜

200 醐「

150

IOO

∫嚥キ§

鯨
日
南

㎡

　　Pｷ甘

：』冠者駒

@　年代
宣統二年 亡噛　ン＿稼Gビ洗需才 民鋤池午 噸二午 て

い
る
。
い
ま
胡
翔
雲
編
す
る
所
の
「
里
国
最
近
塩
揚
録
」
に
よ
っ

て
清
末
民
国
初
に
お
け
る
各
・
塩
場
の
生
産
額
を
表
示
す
れ
ば
管
理
の

ご
と
く
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
表
に
よ
っ
て
も
判
明
す
る
如
く
、
清
末
に
於
て
は
両
准

臨
の
生
産
額
は
四
川
塩
の
大
約
半
分
位
で
あ
っ
た
。
宣
統
三
年
に
は

四
川
塩
は
八
百
五
十
万
担
近
く
の
生
産
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
ぞ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

両
准
塩
発
行
最
高
の
額
引
は
百
六
十
九
万
余
3
1
で
あ
っ
た
。
劇
甚
大

体
四
百
斤
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
仮
に
百
七
＋
万
引
と
し
て
計
算
す
る

と
、
六
億
八
千
万
斤
に
な
る
。
百
斤
が
一
塁
ぞ
あ
る
か
ら
六
百
八
十

　
　
　
　
万
担
に
な
る
。
私
塩
の
生
産
額
は
と
も
か
く
と
し
て
、
表

　
　
　
　
面
上
の
生
産
額
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
四
川
壌
の
生
産
額
は

　
　
　
　
両
准
最
高
の
生
産
額
を
百
六
七
十
万
担
も
上
ま
わ
っ
て
い

　
　
　
　
る
。
こ
の
よ
う
に
四
川
塩
は
太
平
天
国
の
叛
乱
を
契
機
と

　
　
　
　
し
て
販
路
の
拡
大
に
伴
っ
て
生
産
が
発
展
し
、
清
末
に
は

　
　
　
　
空
前
の
生
産
額
に
到
逮
七
た
。
こ
れ
に
反
し
、
准
南
塩
は

　
　
　
　
前
述
の
如
く
、
そ
の
行
塩
地
界
に
販
運
す
る
塩
が
不
足
し

　
　
　
　
て
郡
塩
を
借
運
し
て
い
る
状
況
ぞ
あ
る
か
ら
、
未
還
の
楚

　
　
　
　
岸
を
収
回
す
る
余
裕
な
ど
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す

　
　
　
　
べ
き
こ
と
は
、
先
に
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
手
塩
の
入
楚

43 （395）



を
禁
止
せ
ん
と
し
、
ま
た
入
楚
川
塩
の
量
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
政

府
が
、
今
度
は
川
塩
の
入
楚
を
奨
励
す
る
態
慶
に
変
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
光
緒
十
二
年
（
｝
八
八
六
）
十
一
月
に
は
済
楚
の
川
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
敢
府
自
ら
官
運
し
、
そ
の
漁
麓
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
の
川
塩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

下
底
は
以
後
屯
な
お
継
続
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
結
局
准
南

の
生
産
塩
が
足
ら
な
い
た
め
に
、
成
豊
時
代
の
よ
う
に
、
湖
広
ぞ
は

塩
が
不
足
し
、
川
塩
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
同
治
三
年
以
来
、
二
十
数
年
開
、
政
治
的
に
も
、
経

済
的
に
竜
、
或
い
は
社
会
的
に
も
大
き
な
波
瀾
を
ま
き
起
し
た
准
南

行
塩
地
界
の
争
奪
の
問
題
も
自
然
に
解
消
…
し
た
わ
け
で
あ
る
。

〔
補
註
〕

①
四
川
塩
法
志
巻
一
二
「
済
楚
」
下
光
緒
五
年
条

②
丁
丈
誠
公
奏
稿
巻
一
八
「
州
法
済
，
楚
滅
引
当
理
片
」
（
光
熱
六
年
二
月

　
初
一
日
）

　
　
岡
書
巻
二
〇
「
川
塩
済
楚
未
能
即
停
猶
滅
引
辮
理
片
」
（
光
緒
六
年
七

　
月
＋
七
口
）

③
四
川
塩
法
志
巻
＝
一
済
楚
下
光
緒
六
年
「
戸
部
議
略
」

④
劉
忠
誠
公
遺
集
奏
疏
巻
一
七
「
蔽
敷
全
楚
引
地
減
川
配
潅
以
復
旧
制

　
繍
帽
」
　
（
光
癬
粕
七
鉱
－
戴
凹
〃
二
⊥
嵐
山
ハ
ロ
H
）

⑤
四
川
塩
法
志
巻
一
二
「
潴
楚
」
下
、
光
緒
七
年
条

⑥
清
潔
薄
襟
ご
一
九
食
貨
志
「
塩
噌
」

⑦
游
塩
法
志
巻
一
〇
九
「
産
額
」

⑧
二
二
法
志
巻
一
〇
一
「
草
蕩
」

　
　
溝
バ
南
鼎
制
。
四
丁
給
蕩
。
蓄
草
給
煎
。
禁
止
私
墾
。
法
至
侃
巌
也
。
其
後

　
　
海
盆
束
論
。
画
西
日
簿
。
始
有
建
招
墾
離
州
地
紋
者
。

⑨
同
書
巻
一
〇
九
「
産
額
」

　
　
光
緒
年
契
。
部
議
。
清
籏
天
産
。
改
把
雲
華
。
以
為
増
産
済
主
計
。
然

　
　
海
勢
銑
遷
。
墾
地
二
二
。
蕩
草
之
供
蕪
不
足
。
簿
揚
之
移
二
三
難
。
産

　
　
額
虚
増
。
無
補
実
際
。
故
其
季
年
。
又
有
借
地
鋪
池
。
以
北
済
南
之
挙
。

　
　
非
得
業
也
。

　
同
書
巻
一
竃
二
「
聖
運
」

　
　
逡
光
宣
之
際
。
准
落
餐
揚
。
園
海
勢
東
遷
。
産
撫
H
縞
。
以
敷
瓦
借
麗

　
　
束
。
幾
為
常
例
。
此
尤
闘
乎
准
揚
根
本
。
長
憐
乞
郷
。
夫
囲
非
久
遠
之

　
　
計
也
。

⑳
周
書
巻
一
三
二
「
借
運
」

⑪
林
文
忠
公
敷
誰
乙
集
湖
広
奏
稿
巻
三
整
頗
鹸
務
摺
」

⑫
清
塩
法
志
巻
二
皿
二
「
済
楚
」

　
　
光
緒
十
二
年
十
一
月
。
詳
准
。
官
運
済
楚
引
塩
。
徴
款
較
蕪
。
免
加
漁

　
　
猛
。

⑱
　
同
書

　
　
光
絡
二
十
一
年
八
月
。
議
准
。
川
塩
官
運
。
猶
行
済
楚
。

躍
、
澹
南
塩
販
路
版
復
不
成
効
の
原
因

太
平
天
国
の
叛
乱
は
中
国
社
会
に
諸
種
の
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
。
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溶代洞南塩販路の争奪について（下）　（佐伯）

湖
広
に
お
け
る
准
曳
行
塩
地
界
の
争
奪
も
こ
れ
が
た
め
に
惹
起
し
た

問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
同
治
三
年
以
来
二
十
年
近
く
に
わ
た
っ

て
清
宋
の
璽
要
な
政
治
問
題
と
し
て
論
貼
議
せ
ら
れ
た
が
、
遂
に
は
最

後
的
な
解
決
を
見
ず
清
朝
は
滅
亡
し
た
。
そ
の
原
因
に
は
ま
ず
第
二

に
四
川
の
商
人
生
産
者
が
既
得
権
を
擁
護
し
て
反
対
し
た
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
四
川
総
督
と
し
て
は
四
川
塩
の
本
来
の
販
路
で
あ
る
貴

州
・
雲
南
…
が
収
．
復
禺
来
れ
ば
湖
広
の
販
路
を
返
還
す
る
積
り
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
貴
州
雲
南
の
販
．
路
が
圓
復
し
た
後
も
、
四
規
の
商
人

生
産
者
は
一
度
新
た
に
獲
得
し
た
湖
広
に
お
け
る
販
路
を
手
放
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
に
反
対
し
、
既
得
権
を
あ
く
ま
で
も
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
蓋
し

拡
張
し
た
生
産
機
構
を
縮
小
し
、
多
数
の
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と

が
困
難
ぞ
あ
っ
た
か
ら
ぞ
あ
ろ
う
。
ま
た
販
路
の
縮
小
に
よ
っ
て
塩

利
の
減
少
を
恐
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
第
二
は
准
商
の
性
格
で
あ
る
。
曾
国
幣
は
循
環
盛
運
法
を
施
行
し
、

魚
商
に
塩
引
の
永
代
受
領
権
を
賦
与
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
多
額
の

輪
講
を
請
負
わ
せ
ん
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
引
地
の
収
回
が
政
府
の
重

要
な
責
任
と
な
っ
て
来
た
。
所
…
が
荊
界
面
五
器
一
州
の
川
面
兼
霊
地

に
は
安
価
な
良
質
の
川
塩
が
ひ
と
り
行
鎧
し
て
い
る
。
准
塩
は
か
か

る
川
塩
と
到
底
太
刀
打
ち
が
出
来
な
い
の
で
、
准
商
は
政
府
の
力
に

よ
っ
て
荊
嚢
等
の
3
一
地
の
恢
復
を
計
る
よ
ら
要
r
潔
し
た
。
元
論
米
価
嚢

等
五
府
一
州
の
地
方
は
、
青
年
以
前
、
川
壌
を
導
入
す
る
以
前
か
ら

川
塩
が
盛
ん
に
私
塩
と
し
て
侵
入
し
て
い
た
。
湖
北
が
額
引
を
舘
焦

す
る
こ
と
が
塒
来
た
の
は
荊
褻
等
の
地
が
武
漢
芝
露
府
の
藩
鰹
と
し

て
川
塩
が
武
漢
地
方
に
侵
灌
す
る
こ
と
を
喰
い
と
め
て
い
た
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
実
際
上
す
で
に
川
塩
の
販
．
路

と
化
し
て
い
た
地
方
を
准
塩
の
販
路
と
し
て
隅
復
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
右
舷
が
こ
れ
ら
の
地
方
に
一
歩
も
ふ
み
入
れ

る
こ
と
が
禺
来
な
か
っ
た
の
は
、
川
塩
の
販
路
が
こ
れ
ら
の
地
方
に

お
い
て
確
立
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
准
商
は
自
己
の
力
だ
け
を
も

っ
て
こ
れ
ら
の
地
方
に
販
路
を
拡
大
し
よ
う
と
す
れ
ば
莫
大
な
費
用

を
要
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
数
果
を
収
め
る
こ
と
が
撮
来
る

か
ど
う
か
も
不
明
ぞ
あ
る
。
そ
こ
で
專
ら
政
府
の
力
に
よ
っ
て
露
払

い
を
し
て
も
ら
い
、
利
潤
の
見
透
し
が
明
か
に
な
っ
た
上
ぞ
御
輿
を

あ
げ
よ
う
と
い
う
の
が
准
商
の
肚
の
よ
う
ぞ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
准

商
が
自
ら
進
ん
で
規
塩
と
競
争
し
販
路
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
な
意
欲
と
熱
意
と
を
歓
如
し
て
い
た
こ
と
が
、
准
南
塩
引
地
の
収

復
が
成
功
し
な
か
っ
た
一
つ
の
大
き
な
原
因
ゼ
あ
る
。

　
第
三
の
原
因
と
し
て
、
湖
北
に
お
い
て
は
塩
の
販
売
組
織
が
完
鋳
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し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
湖
爾
に
お
い
て
准
塩
を
専

ら
錆
嬉
し
た
の
は
長
沙
・
常
徳
・
豊
州
・
詩
聖
の
四
強
で
あ
る
が
、

定
額
大
引
臨
機
6
一
に
対
し
、
常
に
数
倍
の
准
塩
が
鋪
告
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
長
沙
に
督
錆
准
塩
総
局
が
あ
り
、
准
商
が
塩
を
運
搬
し
て
来

る
と
、
こ
こ
へ
貯
．
積
し
て
各
分
局
に
分
弔
す
る
。
分
局
の
も
と
に
は

多
数
の
塩
店
が
あ
り
、
塩
を
民
衆
に
販
売
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
塩

の
販
売
．
組
織
が
完
備
し
、
民
衆
は
容
易
に
塩
を
入
手
禺
来
た
の
ぞ
、

私
塩
が
割
込
む
瞼
が
割
合
に
少
か
っ
た
こ
と
が
、
湖
南
に
お
い
て
、

准
母
が
暢
．
粗
し
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
ぞ
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
湖

北
に
お
い
て
は
武
・
漢
・
黄
・
徳
の
四
府
ぞ
さ
え
、
裏
口
に
盤
錯
総

局
が
あ
り
、
そ
の
下
に
分
局
が
僅
か
二
局
あ
る
だ
け
で
、
全
く
塩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

販
売
組
織
が
磨
来
て
い
な
か
っ
た
。
況
ん
や
、
荊
裏
地
区
に
分
局
を

設
け
よ
う
と
す
る
と
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
湖
広
総
督
の
干
渉
を
う

け
て
廃
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
も
准
．
塩

は
輝
国
藩
が
循
…
環
強
運
法
を
開
始
し
て
以
来
、
姦
商
が
塩
を
総
局
に

蓮
搬
し
て
行
っ
て
も
直
ち
に
販
売
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
総
局

に
到
着
の
順
序
に
従
っ
て
販
売
が
行
わ
れ
る
。
お
そ
い
時
に
は
一
二

年
を
待
う
て
始
め
て
販
売
が
出
来
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ

が
た
め
に
潅
壌
は
進
禺
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
よ
う
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
。

湖
北
は
幅
員
数
千
里
に
及
ぶ
が
、
准
母
運
商
は
た
だ
上
記
の
三
局
に

し
か
塩
を
運
ん
で
行
か
な
い
。
分
簡
が
少
い
た
め
に
民
衆
は
遠
き
も

の
は
干
墨
、
近
き
も
の
も
、
数
百
里
を
行
か
な
け
れ
ば
塩
が
入
手
出

　
　
⑤

来
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
川
塩
に
は
督
鋪
局
の
制
度
が
な
く
、
聖
寿

が
自
由
に
農
村
の
隅
々
ま
で
も
販
運
す
る
の
で
、
准
塩
は
制
度
の
上

か
ら
も
川
里
に
太
刀
打
ち
が
で
き
ず
、
そ
の
販
路
は
川
里
に
喰
い
こ

ま
れ
た
の
ぞ
あ
る
。

　
尤
も
湖
北
に
販
売
組
織
が
整
備
…
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
湖
広
総
督
の

干
渉
に
の
み
よ
る
竜
の
で
は
な
か
っ
た
。
湖
南
の
販
売
組
織
に
は
湖

南
の
商
人
が
積
極
的
に
投
資
し
た
が
、
湖
北
で
は
湖
北
商
人
が
積
極

的
に
乗
り
禺
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

分
局
を
設
置
す
る
と
役
人
が
多
額
の
事
務
費
を
商
人
に
割
り
つ
け
て

徴
収
す
る
の
で
、
商
人
は
分
局
を
設
け
る
こ
と
に
積
極
的
に
は
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
湖
北
で
は
遂
に

販
売
組
織
が
整
備
せ
ら
れ
ず
、
准
塩
の
進
禺
が
捗
ら
ず
、
そ
の
結
果

は
引
地
の
収
回
に
竜
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
准
南
塩
行
塩
鮪
の
収
復
が
完
成
し
な
か
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
種
々
の
原
因
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ

行
儀
地
の
設
憲
そ
の
も
の
に
大
き
な
藁
薦
が
あ
っ
た
こ
と
が
最
竜
大
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き
な
原
因
ぞ
あ
る
。
行
塩
地
は
近
世
に
お
け
る
独
一
＾
裁
無
主
政
治
の
発

達
に
伴
い
、
塩
の
専
売
制
度
の
確
立
と
と
も
に
制
定
せ
ら
れ
た
。
塩

の
生
産
場
と
販
売
区
域
と
を
人
為
的
に
統
制
し
て
、
政
府
の
所
期
す

る
塩
利
を
確
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
行
無
地
で
あ
る
。
従

っ
て
人
昆
の
便
不
便
は
は
る
か
後
方
に
お
し
や
ら
れ
て
い
る
。
国
家

の
権
力
が
強
大
な
と
き
に
は
制
度
に
矛
盾
が
あ
っ
て
竜
、
あ
る
程
度

ま
で
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
蹴
来
る
。
併
し
国
家
の
権
力
が
失
墜
す

る
と
、
矛
盾
が
社
会
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
行
塩
地
の
制
慶
を
そ
の

ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
清
朝
も
末
期
に
近
づ
く
と
、

申
央
政
府
の
威
権
は
地
に
墜
ち
て
、
’
む
し
ろ
地
方
総
督
の
力
に
よ
っ

て
、
申
事
政
府
が
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
財
政
の
通

方
分
権
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
原
因
の

よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
塩
政
に
つ
い
て
見
る
と
、
元
来
塩
引
は
戸
部

か
ら
発
行
さ
れ
、
そ
の
増
、
減
の
権
は
戸
部
が
掌
握
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
道
光
時
代
、
陶
樹
が
塩
瀬
の
改
革
を
行
・
い
、
票
法
を
実
施
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

以
来
、
票
の
発
行
権
は
地
方
の
塩
政
（
職
名
）
に
移
譲
せ
ら
れ
た
。

塩
政
は
普
通
総
督
も
し
く
は
巡
撫
が
兼
任
す
る
の
で
、
票
の
・
発
行
権

は
総
督
も
し
く
は
巡
撫
が
握
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
中
央

政
府
の
塩
の
専
売
制
度
に
対
す
る
支
配
権
が
薄
弱
に
な
っ
た
。
と
く

に
威
豊
年
欄
に
塩
煙
の
徴
収
を
笑
施
し
て
以
来
、
そ
の
使
用
は
殆
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ど
総
督
や
巡
撫
に
委
ね
ら
れ
、
中
央
政
府
の
塩
政
に
対
す
る
支
配
権

は
更
に
弱
く
な
っ
た
。
近
世
中
国
に
お
い
て
は
独
裁
君
主
は
塩
の
専

売
収
入
を
以
て
君
主
権
確
立
の
一
大
支
柱
と
し
て
い
た
の
ぞ
あ
る
が
、

そ
の
経
済
的
地
盤
に
対
す
る
支
配
権
が
弱
体
化
し
た
と
い
う
こ
と
は

君
主
権
の
失
墜
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
財
政
権
が
申
央
政
府
か

ら
地
方
の
総
督
や
巡
撫
に
移
っ
て
ゆ
く
と
、
突
撃
の
権
力
が
増
大
し

て
そ
の
発
言
権
が
強
く
な
る
の
は
当
然
の
帰
結
ぞ
あ
っ
た
。
い
ま
こ

こ
に
取
上
げ
た
潮
来
塩
販
路
収
復
の
問
題
も
ま
た
そ
の
適
例
で
あ
る
。

心
事
の
引
地
が
恢
復
し
た
時
、
戸
部
は
湖
広
及
び
四
川
総
督
に
対
し

て
荊
裏
等
位
府
二
州
（
一
州
は
湖
南
の
…
澄
州
）
を
准
南
の
た
め
返
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
が
、
に
ぎ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

准
画
引
地
謡
復
に
対
し
て
、
と
く
に
強
硬
に
反
対
し
た
の
は
湖
心
総

督
李
瀬
…
章
ぞ
あ
る
が
、
彼
の
音
心
見
が
戸
部
に
圧
力
を
か
け
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
魚
塩
の
貴
州
雲
南
の
引
地
が
収
復
せ
ら
れ
た
と
き
、
四

川
総
督
丁
宝
槙
は
准
南
引
地
の
返
還
に
賛
成
し
た
が
、
李
楽
章
は
湖

虚
数
資
万
に
上
る
軍
事
を
い
か
に
し
て
簿
辮
す
る
か
と
い
っ
て
反
対

　
　
　
⑩

し
て
い
る
。
器
量
湖
広
総
督
と
し
て
は
無
理
も
な
い
点
竜
あ
っ
た
。

当
時
の
申
央
政
府
は
威
権
が
失
墜
し
て
財
政
的
に
も
困
窮
し
て
い
る
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の
で
、
地
方
飾
鑓
に
要
す
る
財
源
に
つ
い
て
責
任
を
も
つ
こ
と
が
轟

来
ぬ
と
す
れ
ば
、
地
方
総
督
は
自
ら
必
要
経
費
の
財
源
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
く
に
こ
の
頃
、
壁
織
に
お
い
て
は
妊
匪
や
湘
軍
く

ず
れ
の
智
勇
が
多
数
い
た
。
こ
れ
ら
の
考
が
川
沿
の
運
搬
に
従
事
し

て
い
た
が
、
も
し
量
販
を
禁
止
す
れ
ば
い
か
な
る
暴
動
を
起
す
か
も

し
れ
ぬ
情
勢
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
雄
心
は
川
塩
の
販
売
に
対
し
諸

種
の
便
宜
を
与
え
て
い
る
が
、
川
塩
販
売
者
の
暴
動
を
恐
れ
た
か
ら

ぞ
あ
る
。
ま
た
李
翰
章
は
川
塩
の
販
売
を
保
護
し
た
の
み
な
ら
ず
、

准
…
塩
の
販
売
に
対
し
て
は
、
妨
害
を
加
え
て
い
る
。
同
治
七
年
、
奨

城
（
湖
北
省
嚢
陽
県
北
）
に
准
塩
を
販
売
す
る
事
務
を
と
る
た
め
督

錆
准
塩
分
局
を
設
羅
し
た
が
、
李
齢
章
は
こ
れ
を
撤
去
さ
せ
て
い
る
。

准
商
が
こ
れ
ら
の
地
方
に
准
塩
を
遮
ば
な
か
っ
た
の
は
湖
沼
総
督
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
か
る
仕
打
ち
に
も
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
李
三
章
は

湖
南
督
錯
局
に
命
じ
て
衡
州
等
の
縁
私
巡
船
を
裁
撤
せ
し
め
、
あ
る

い
は
准
南
派
遣
の
督
錆
局
の
委
員
が
川
底
を
過
訂
す
る
こ
と
さ
え
禁

　
　
　
　
⑲

正
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
富
農
章
は
准
塩
が
湖
広
に
進
出
し
て
そ

の
引
地
を
回
復
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
結
局
、
一
つ

に
は
川
塩
に
よ
つ
て
瓢
餉
を
確
保
し
、
二
つ
に
は
川
塩
販
怠
者
を
優

憧
し
て
彼
等
が
湖
広
に
お
い
て
叛
乱
を
起
す
こ
と
を
極
力
警
戒
し
た

た
め
ぞ
あ
る
と
考
え
る
。
後
者
は
労
働
者
の
失
業
悶
題
と
関
聯
す
る

問
題
で
あ
っ
て
、
湖
広
の
み
な
ら
ず
、
四
川
・
准
南
に
お
い
て
も
喫

緊
の
重
要
問
題
ぞ
あ
っ
た
。
准
南
塩
販
際
の
問
題
は
一
つ
に
は
労
働

問
題
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
販
路
返
還
の
問
題
が
容
易
に
解
決

し
な
か
っ
た
の
は
結
局
労
働
者
の
失
業
問
題
が
容
易
に
解
決
の
緒
を

見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
。
湖

面
に
お
い
て
は
解
善
し
た
湘
勇
等
は
、
川
魚
の
販
運
に
よ
っ
て
生
計

の
道
を
得
、
愚
慮
解
決
せ
ら
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

戸
部
ぞ
は
准
南
引
地
の
収
復
を
命
じ
た
が
、
湖
広
総
督
は
こ
れ
に
反

対
し
、
政
府
の
政
策
を
無
視
し
て
独
自
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
注
目
せ
ら
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
問
題
と
関
聯
し
て
注
意
す
べ
き
に
翻
食
上
の
問
題
が

あ
る
。
講
堂
塩
の
生
産
・
運
搬
。
販
売
。
如
実
に
関
し
て
は
両
江
総

督
に
一
切
の
責
任
が
あ
る
。
た
と
い
、
湖
面
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ

て
も
、
両
江
総
督
の
指
揮
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

丈
量
の
問
題
に
な
る
と
、
両
江
総
督
の
命
令
は
そ
の
管
轄
下
し
か
及

ば
な
い
。
湖
広
に
お
け
る
緯
私
問
題
は
す
べ
て
湖
広
総
督
の
指
揮
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
両
翼
総
督
は
い
か
ほ
ど
川
塩
が

湖
広
に
侵
罰
す
る
こ
と
を
喰
い
と
め
よ
う
と
し
て
屯
、
湖
広
総
督
の
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協
力
が
な
け
れ
ば
到
底
効
を
収
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
寒
樹
が
簡

単
塩
政
の
改
革
を
実
施
し
て
成
効
を
収
め
た
の
は
、
湖
広
総
督
が
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
協
力
し
た
こ
と
が
預
っ
て
力
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
今
回
に
お
け
る
川
塩
入
楚
の
問
題
に
関
し
て
は
、
両
江
総
督
と
湖

広
総
督
と
は
全
く
立
揚
が
異
り
、
利
害
が
栢
反
し
て
い
る
。
戸
部
は

再
三
、
湖
上
総
督
に
対
し
て
両
手
総
督
に
協
力
す
る
よ
う
令
命
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
か
ら
遵
守
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
申
央
政
府
の
威
権
が
地
を
払
い
、
命
令
を
地
方
に
徹
底
さ

せ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
。
政
府
と
し
て
は
湖
広
に
お
け

る
准
塩
3
1
地
を
准
商
の
た
め
禺
来
る
だ
け
早
く
返
還
さ
せ
て
、
塩
利

の
確
保
を
計
り
た
か
っ
た
の
ぞ
あ
る
が
、
政
府
の
意
図
す
る
よ
う
に

も
は
や
簡
単
に
は
行
聖
地
を
統
制
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
雲
離
に
お
け
る
准
塩
引
地
の
収
復
の
問
題
は
、
政
府

が
運
商
に
准
塩
の
販
売
独
占
権
を
賦
与
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
莫
大

な
塩
課
を
請
負
わ
さ
せ
よ
う
と
し
て
起
つ
た
。
従
っ
て
准
商
に
対
す

る
申
央
政
府
の
力
強
い
後
援
が
寄
せ
ら
れ
た
。
然
る
に
准
商
は
結
局

に
お
い
て
敗
退
し
、
湖
広
の
引
地
は
実
質
的
に
は
殆
ん
ど
み
な
川
下

の
市
揚
と
化
し
た
。
そ
れ
は
准
塩
は
塩
価
・
塩
質
は
勿
論
運
搬
。
販

売
の
組
織
方
法
な
ど
に
お
い
て
到
底
川
塩
に
太
刀
打
ち
出
来
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的
な
経
済
条
件
を
比
較
し
た
時
、
准
塩
は
川

塩
の
敵
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
清
朝
の
権
威
が
失
墜
し
て
政
府
の
保

障
を
失
っ
た
准
塩
は
、
自
由
競
争
に
お
い
て
川
塩
に
敗
北
を
と
る
の

は
当
然
の
理
で
あ
っ
た
つ
准
塩
は
従
来
清
朝
政
府
の
経
済
統
制
の
線

に
沿
い
、
政
府
の
保
障
の
も
と
に
辛
う
じ
て
壷
井
引
地
の
若
干
を
保

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
太
平
天
国
の
叛
乱
を
契
機
と
し
て
、
清

朝
の
国
家
権
力
の
弛
緩
に
伴
い
、
政
府
の
保
護
が
え
ら
れ
な
く
な
る

と
、
湖
北
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
完
全
に
川
場
に
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
、

引
地
の
大
部
分
を
喪
失
し
た
。
準
婚
が
湖
広
に
お
け
る
引
地
の
争
奪

戦
に
お
い
て
敗
退
し
た
こ
と
は
、
清
朝
政
府
の
権
威
の
失
墜
を
意
味

す
る
と
と
も
に
、
経
済
原
理
に
矛
盾
し
た
経
済
統
制
は
余
程
国
家
の

権
力
が
強
く
な
い
と
行
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
た
と
い
、
一
時
は
行

い
え
て
も
永
く
は
継
続
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
〔
補
註
〕

①
　
丁
重
誠
公
奏
稿
巻
一
四
「
覆
核
沈
藻
績
包
嬢
立
限
摺
」
　
（
鼻
緒
三
年
十

　
一
月
二
十
九
貰
）

②
．
東
藁
続
録
鼻
緒
三
八
光
緒
六
年
十
二
月
丁
未
「
父
嬉
奏
」

③
　
同
前
。

④
同
前
。

⑤
璽
則
。
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◎
劉
忠
誠
公
遺
集
奏
疏
巻
一
八
「
査
製
部
議
指
駒
嵯
務
摺
」
（
光
緒
七
年

　
五
月
二
十
九
日
）

⑦
　
來
輩
続
録
光
蜜
蜂
三
九
革
緒
七
年
二
月
戊
戌
「
張
観
準
正
」

⑧
　
同
前
。

⑨
四
川
塩
法
愚
筆
＝
一
済
楚
下
光
緒
三
年
「
戸
部
薬
理
」

⑩
　
同
註
②
。

＠
　
沈
文
粛
公
政
書
巻
七
門
覆
駿
灘
南
規
難
儀
地
摺
」
　
（
光
緒
四
年
二
月
初

東
洋
史
研
究
叢
刊
之
一

九
品
官
人
法
の
概
究
科
墾
裂
宮
崎
市
定
著

籍
総
ζ
璽
嚢
・
歪
○
頁
、
引
入
嘉
詩
旧
離
錨
鑑
励
鍵
）

　
京
都
市
左
京
区
吉
田
本
附
　
京
都
大
挙
丈
挙
部
内
　
東
洋
典
研
究
会
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
振
替
京
都
三
七
二
八
番
〕

〔
内
容
〕

第
二
編

第
王
章

第
五
落

第
三
編

五
八
項

第
一
編
緒
論
一
肌
よ
り
麿
へ
！
i

本
論
　
第
一
章
　
漠
代
制
度
一
斑
　
第
二
章
　
魏
晋
の
九
品
官
入
法

南
甜
刷
に
お
け
る
流
品
の
轟
兜
達
　
第
四
牽
　
梁
陳
時
代
の
薪
傾
向

北
朝
の
官
制
と
㎜
蕪
挙
制
度

絵
論
i
再
び
漢
よ
り
庸
へ
一
更
表
（
二
五
．
表
四
工
）
補
注

参
考
文
献
　
索
引

　
〔
序
丈
の
一
節
〕

　
私
は
六
朝
手
代
の
制
度
の
体
系
を
把
握
す
る
た
め
に
先
ず
官
と
吏
と
の
分
離

を
探
る
こ
と
か
ら
着
手
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
次
に
こ
の
た
め
に
、
九
品
官

人
法
の
実
態
を
つ
き
と
め
る
必
要
を
感
じ
、
更
に
そ
の
た
め
に
は
三
座
魏
か
ら

始
ま
っ
た
九
品
官
制
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
際
に
最

も
役
に
立
つ
た
参
考
讃
は
ナ
ン
と
、
清
朝
考
証
学
考
の
中
で
は
第
二
流
し
か
数

え
ら
れ
な
い
嘉
慶
期
の
学
者
、
洪
図
孫
の
手
に
な
る
「
三
国
職
官
表
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
一
見
し
て
無
味
乾
燥
に
見
え
る
著
作
は
、
い
ざ
必
要
あ
っ
て
役
立
て

　
　
三
口
）

　
⑫
　
東
藥
続
録
光
緒
巻
九
光
籍
二
年
五
月
戊
申
「
周
声
灘
奏
」

⑬
曾
文
正
公
全
集
奏
単
巻
三
六
議
復
楚
省
雲
南
引
地
損
」
（
岡
治
＋
年

　
　
三
月
十
九
日
）

⑭
四
州
塩
剛
志
巻
＝
一
済
楚
下
光
緒
六
年
コ
戸
部
議
略
」

　
　
　
本
稿
は
昭
和
三
十
一
年
度
文
部
省
科
単
研
究
費
の
交
付
に
よ
る
研
究

　
　
　
「
清
朝
雍
㌍
正
晦
代
史
の
総
合
曲
研
究
」
進
行
中
の
一
副
薦
物
で
あ
る
。

よ
う
と
す
る
と
、
笑
に
素
晴
ら
し
い
効
果
を
発
揮
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
実
に

私
に
と
っ
て
は
大
発
見
で
あ
っ
た
。
史
料
の
整
理
と
史
実
の
考
証
は
結
局
誰
か

が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
九
品
官
綱
の
輪
郭
が
分
り
、
九
品
官
制
と
中
正
の
三
品
と
を
連
結

す
る
も
の
は
起
家
の
欄
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貴
族
の

家
格
の
高
下
を
現
実
に
規
定
す
る
も
の
は
こ
の
起
家
の
制
に
外
な
ら
な
い
。
こ

の
事
な
ど
も
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
特
に
書
う
を
要
せ
ぬ
分
り
き
っ
た
こ
と

だ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
が
変
る
と
そ
れ
が
最
も
分
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
分
ら
な
さ
加
減
は
我
々
異
国
入
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
中

国
人
に
と
っ
て
も
全
く
平
等
に
同
様
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
は
中
国
入
の

手
に
な
る
六
朝
貴
族
三
度
の
研
究
に
お
い
て
、
古
い
も
の
は
雷
う
も
更
な
り
、

つ
い
最
近
の
掲
版
物
に
至
る
ま
で
、
つ
い
ぞ
趨
家
の
意
義
を
指
摘
し
た
も
の
が
、

も
し
私
の
見
落
し
で
な
い
な
ら
ば
、
殆
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
る
と
愚
う
。

　
本
書
は
六
朝
貴
族
欄
度
の
研
究
を
目
的
と
し
て
い
る
。
併
し
そ
れ
を
其
ま
ま

本
書
の
題
名
と
す
る
に
は
、
経
済
面
の
考
察
を
鮫
如
に
附
し
て
い
る
難
が
あ
る
。

流
品
の
研
究
と
題
し
て
も
よ
い
が
、
流
品
の
愚
想
は
宋
代
以
後
に
も
続
く
。
九

品
官
糊
及
び
漁
家
制
度
に
中
心
を
お
い
て
の
考
察
な
の
で
、
こ
れ
を
総
括
し
た

「
九
品
官
人
法
の
研
究
」
と
題
す
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

書
は
同
時
に
十
年
前
の
旧
著
「
科
挙
」
と
内
容
的
に
擾
画
す
る
の
で
、
　
「
科
挙

慈
愛
」
の
副
題
を
添
え
る
こ
と
に
し
た
。
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